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と
を
意
味
す
る
。

四　

以
上
の
よ
う
に
、
薮
中
悠
君
の
本
研
究
は
、
最
近
に
な
っ
て
盛

ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
未
だ
に
決
着
の
つ
い
て
い
な
い
、

実
務
上
・
理
論
上
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
取
り

組
み
、
判
例
・
学
説
の
徹
底
し
た
検
討
、
現
行
規
定
の
成
立
過
程
の

精
緻
な
分
析
、
綿
密
な
比
較
法
研
究
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
判
断
枠

組
み
を
示
し
た
研
究
で
あ
り
、
学
問
的
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
地
道
な
努
力
が
も
た
ら
し
た
貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
大
き

な
資
料
的
価
値
を
も
つ
労
作
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
審
査
員
一
同
は
、
薮
中
悠
君
に
博
士
（
法

学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
八
年
二
月
二
五
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

亀
井
源
太
郎

　
　
　

博
士（
法
学
）〔
東
京
都
立
大
学
〕　　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

井
田　
　

良

　
　
　
法
学
博
士（Dr. jur.〔
ケ
ル
ン
大
学
〕）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン

　
法
学
博
士（Dr. jur.〔
ベ
ル
リ
ン・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
〕）　
　
　
　
　
　

隅
谷
史
人
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
は
じ
め
に

　

隅
谷
史
人
君
の
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
『
独
仏
指
図
の
法

理
論
―
―
資
金
移
動
取
引
の
基
礎
研
究
―
―
』
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び

フ
ラ
ン
ス
両
国
の
「
指
図
」
に
関
す
る
法
理
論
に
つ
い
て
の
沿
革
研

究
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
国
の
指
図
制
度
の
淵
源
で
あ

る
ロ
ー
マ
法
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
法
由
来
の
こ
の
指

図
の
制
度
が
両
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
さ
ら
に
は
明
治

期
の
わ
が
国
民
商
法
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
か
に
つ

い
て
極
め
て
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
指
図
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
探
求
す
べ
き
こ

と
は
、
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
民
商
法
学
上
の
重
要
な
課
題
で
あ
る

こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
文
が
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
民
商
法
学
上
の
基

礎
理
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
近
時
に
お
い
て
は
、
こ
の｢

指
図｣

が
資
金
移
動
取
引
に
関

す
る
現
代
的
な
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が

少
し
ず
つ
認
識
さ
れ
始
め
て
お
り
、
こ
れ
に
関
す
る
深
い
研
究
が
望
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ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
提
出
論
文
は
、
修
士
課
程
入
学
以
来
の
隅
谷
君
の
指
図
理
論
に

関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
と
め
上
げ
た
業
績
で
あ
り
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
そ
の
中
心
は
、
独
仏
指
図
の
沿
革
研
究
を
行
う
こ
と
に

よ
り
指
図
の
基
礎
理
論
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
副
題

に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
な
資
金
移
動
取
引
の
基
礎
研

究
と
な
る
こ
と
を
も
射
程
に
お
く
力
作
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
本
論
文
の
構
成

　

本
論
文
は
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
第
一
部
第
四
章
を
除
き
、
隅

谷
君
が
法
学
政
治
学
論
究
な
ど
の
大
学
紀
要
に
す
で
に
発
表
し
て
き

た
論
文
に
加
筆
修
正
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
章

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

種
々
の
資
金
移
動
取
引
と
指
図

　
　

三　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
に
お
け
る
議
論
―
―
指
図
規
定
導
入

の
要
否

　
　

四　

研
究
の
目
的

第
一
部　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）

　

第
一
章　

ロ
ー
マ
法
由
来
の
指
図
（delegatio

）
の
ド
イ
ツ
法
へ

の
継
受

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

近
世
に
お
け
る
指
図

　
　

三　

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説

　
　

四　

一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説

　
　

五　

現
在
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
デ
レ
ガ
チ
オ
の
理
解

　

第
二
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）
の
歴
史
的

展
開

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

ア
シ
グ
ナ
チ
オ
（assignatio

）
の
誕
生

　
　

三　

一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
に
お
け
る
ア
シ

グ
ナ
チ
オ
の
法
的
性
質

　
　

四　

二
重
委
任
説
か
ら
授
権
説
へ
：
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
と
そ
の

後

　
　

五　

小
括

　

第
三
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）
立
法
の
変

遷

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
以
前

　
　

三　

ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
立
法
過
程

　
　

四　

小
括

　

第
四
章　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
引
受
（A

nnahm
e der 
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A
nw

eisung

）
の
受
容

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
前
―
―
手
形
引
受
（W

echselakzept

）
と

の
関
係

　
　

三　

ザ
ル
ピ
ウ
ス
お
よ
び
そ
れ
以
降
―
―
デ
レ
ガ
チ
オ
と
の
関
係

　
　

四　

小
括

第
二
部
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
指
図
（délégation

）

　

第
一
章　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
指
図
（délégation

）
の
歴
史
的

展
開

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
前

　
　

三　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
と
そ
れ
以
降

　
　

四　

小
括

　

第
二
章　

フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
の
理
論
的

接
続

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

デ
レ
ガ
シ
オ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
七
七
条
の
関
係

　
　

三　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
七
七
条
の
背
景

　
　

四　

ド
イ
ツ
法
と
ア
シ
グ
ナ
チ
オ
（assignatio

）

　
　

五　

未
完
成
指
図
（delegatio inchoata

）
と
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
一
二
七
七
条
の
解
釈

　
　

六　

小
括

　

第
三
章　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指
図
論

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指
図
論

　
　

三　

指
図
（
嘱
託
）
規
定
の
削
除

　
　

四　

小
括

終
章

三
　
本
論
文
の
内
容

　

１　

隅
谷
君
は
ま
ず
、
序
章
に
お
い
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
指
図

研
究
の
必
要
性
、
独
仏
法
を
研
究
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
を
説
明
す
る
。
同
君
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
指
図
は
わ
が
国
の
民

商
法
中
に
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
議
論
状
況
は
き
わ

め
て
未
成
熟
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
近
年
、
種
々
の
資
金

移
動
取
引
が
誕
生
す
る
に
つ
れ
、
実
務
上
か
ら
も
、
徐
々
に
指
図
研

究
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
す
で

に
独
仏
法
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
現
代
型
の
資
金
移
動
取
引
の
法
的

基
礎
に
は
指
図
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

わ
が
国
に
お
け
る
指
図
研
究
の
必
要
性
の
証
左
と
し
て
、
近
時
の
民

法
改
正
の
議
論
も
参
照
し
て
い
る
。
近
年
の
資
金
移
動
取
引
を
め
ぐ

る
法
的
問
題
を
前
に
、
民
法
中
に
指
図
規
定
を
設
け
る
べ
き
旨
の
提

案
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
提
案
に
つ
い
て
は
多
く
の
利
害
関
係
者
か

ら
の
賛
意
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、
本
提
案
は
最
終
的
に
改
正
案
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と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理

由
は
、
現
実
的
な
立
法
課
題
に
す
る
ほ
ど
議
論
が
進
ん
で
い
な
い
か

ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
隅
谷
君
は
、
独
仏
法
に
お
け
る
指
図
の
理
論
背
景
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
指
図
研
究
を
始
め
よ
う
と

す
る
。
同
君
は
、
か
ね
て
よ
り
商
法
学
上
で
は
、
為
替
手
形
や
小
切

手
、
信
用
状
等
に
関
連
し
て
指
図
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

断
片
的
・
具
体
的
な
取
引
に
関
す
る
範
囲
に
す
ぎ
ず
、
民
法
学
上
で

も
、
一
般
的
な
指
図
理
論
構
築
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
と
指
摘
し
、

そ
れ
ゆ
え
、
指
図
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
民
商
法
の
母

法
た
る
独
仏
法
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

　

指
図
は
ロ
ー
マ
法
の
指
図
（delegatio
）
に
由
来
す
る
極
め
て

歴
史
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
現
在
の
独
仏
法
の
指
図
規
定
は
同
一
の

制
度
を
規
定
し
た
も
の
と
思
え
な
い
ほ
ど
隔
た
り
の
あ
る
規
定
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
隅
谷
君
は
、
独
仏
法
の
指
図
が
、
か
く
規
定

さ
れ
た
理
論
的
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
仏
法
上
の
指
図

概
念
の
認
識
・
位
置
づ
け
を
明
確
化
し
、
以
て
わ
が
国
に
お
け
る
今

後
の
指
図
研
究
の
礎
を
築
こ
う
と
す
る
。

　

２　

第
一
部
の
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）」

で
は
、
指
図
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
学
説
・
立
法
史
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
第
一
部
は
、「
ロ
ー
マ
法
由
来
の
指
図
（delegatio

）
の

ド
イ
ツ
法
へ
の
継
受
」
と
い
う
章
よ
り
始
ま
る
。
ま
ず
隅
谷
君
は
、

現
在
の
独
仏
法
に
お
け
る
指
図
の
淵
源
た
る
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
指

図
（delegatio

）
が
、
一
六
世
紀
ご
ろ
に
は
、
債
務
者
お
よ
び
債

権
者
の
二
重
の
更
改
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は

「
指
図
は
つ
ね
に
更
改
を
と
も
な
う
（In delegatione sem

per 
inest novatio

）」
と
い
う
近
世
初
頭
の
法
諺
に
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
世
の
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
経
済
状
況

下
に
お
い
て
は
、delegatio

が
更
改
的
効
力
を
と
も
な
う
と
い
う

従
前
の
解
釈
は
、
必
然
的
に
旧
債
務
者
の
債
務
の
免
責
と
い
う
結
論

を
導
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
務
家
に
と
っ
て
そ
の
解
釈
の
窮

屈
さ
が
意
識
さ
れ
始
め
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
現
金
輸
送

に
か
か
る
危
険
や
費
用
な
ど
の
事
情
と
相
俟
っ
て
、
こ
れ
を
克
服
す

る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
の
が
中
世
の
商
慣
習
か
ら
生
じ
た
指
図

（assignatio

）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
隅
谷
君
はdelegatio

とassignatio

と
が
、
当
時
の
学
説
上
別
個
の
概
念
と
理
解
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
う
え
で
、
両
者
の
連
続
性
の
承
認
は
、

一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
私
法
学
説
に
見
出
さ
れ
る
と
し
て
、
一
九
世
紀

ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
の
分
析
へ
と
向
か
う
。

　

隅
谷
君
は
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
説
の
通
説

的
見
解
が
、delegatio

を
更
改
の
一
種
と
解
す
る
伝
統
的
な
解
釈

を
踏
襲
し
て
お
り
、「
被
指
図
人
が
指
図
人
の
債
務
者
で
あ
る
か
、
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指
図
人
が
受
取
人
の
債
務
者
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
解
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
八
三
五

年
に
マ
イ
ア
ー
フ
ェ
ル
ト
が
ロ
ー
マ
法
文
の
詳
細
な
検
討
を
通
じ
て
、

delegatio
が
既
存
債
務
か
ら
完
全
に
独
立
す
る
と
い
う
見
解
を
打

ち
立
て
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
テ
ー
ル
は
、
マ
イ
ア
ー
フ
ェ
ル
ト
と

同
様
に
、
既
存
の
債
務
関
係
はdelegatio

の
要
素
で
は
な
く
、

delegatio

に
よ
っ
て
新
債
務
者
が
旧
債
務
者
と
交
替
す
る
、
あ
る

い
は
新
債
権
者
が
旧
債
権
者
と
交
替
す
る
と
考
え
る
の
は
不
適
切
で

あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
同
君
は
、
一
九
世
紀
後
期
の
ド
イ
ツ
指
図
法

学
説
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
著
作
と
し
て
、
一
八
六
四
年
刊
行

の
ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
る
著
作
を
挙
げ
る
。
上
記
の
と
お
り
、

delegatio

と
更
改
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
マ
イ
ア
ー

フ
ェ
ル
ト
や
テ
ー
ル
に
よ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
方
向
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
こ
れ
に
加
え
て
、delegatio

とassignatio

の
理
論
的
連
続
性
を
主
張
し
、
そ
の
後
の
学
説
の
方

向
性
を
決
定
づ
け
た
点
に
妙
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、

ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
降
の
学
説
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
指
図
の
同
一
性
を
承

認
す
る
形
で
、
更
改
か
ら
、
そ
し
て
当
事
者
間
の
既
存
債
務
か
ら
の

峻
別
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

３　

第
二
章
は
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）

の
歴
史
的
展
開
」
と
題
す
る
章
で
あ
る
。
こ
の
中
で
隅
谷
君
は
、
ザ

ル
ピ
ウ
ス
に
よ
るdelegatio

とassignatio

と
の
理
論
的
接
合
の

以
前
か
ら
以
後
に
か
け
て
、assignatio

の
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通

法
学
の
学
説
史
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
世
紀
初
頭
、

assignatio

は
単
一
の
委
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
指
図
人
の
被
指
図
人
へ
の
支
払
委
任
あ
る
い
は
指
図
人
の
受
取

人
へ
の
取
立
委
任
がassignatio

の
正
体
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
一
九
世
紀
中
葉
ご
ろ
に
は
、assignatio

の
性
質
は
支
払
委
任

と
取
立
委
任
の
二
つ
の
委
任
が
同
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す

る
二
重
委
任
説
が
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
た
だ

し
、
現
行
ド
イ
ツ
法
上
の
委
任
（A

uftrag

）
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民

法
典
六
六
七
条
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
受
任
者
に
対
す
る
委
任
に

基
づ
い
て
、
受
領
し
た
も
の
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
。
こ
の
理
は

普
通
法
学
説
に
お
け
る
委
任
（M

andat

）
時
点
で
も
同
様
に
解
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、assignatio

に

よ
っ
て
指
図
人
か
ら
受
取
人
に
、
被
指
図
人
か
ら
給
付
を
取
り
立
て

る
た
め
の
委
任
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
受
取
人
は
指
図
人
に
、

被
指
図
人
か
ら
取
り
立
て
た
も
の
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と

な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
取
立
委
任
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
の
利

益
の
た
め
の
委
任
（m

andatum
 in rem

 suam

）」
と
解
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
が
、delegatio

と



178

法学研究 89 巻 6 号（2016：6）
assignatio

と
を
統
合
し
、delegatio

（assignatio, A
nw

eisung

）

の
再
定
位
を
図
っ
た
。
彼
は
、
被
指
図
人
の
受
取
人
に
対
す
る
給
付

が
、
直
接
に
指
図
人
の
計
算
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
委
任
で
は
不
都
合
で
あ
る
こ
と

を
論
証
す
る
。
そ
の
結
果
、delegatio

と
は
委
任
で
は
な
く
指
図

人
の
被
指
図
人
に
対
す
る
授
権
（iussum

）
に
よ
っ
て
基
礎
付
け

ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
彼
は
指
図
人
と
受
取
人

と
の
関
係
で
も
、delegatio
は
委
任
た
る
特
徴
を
示
さ
な
い
と
主

張
す
る
。
二
重
委
任
説
が
主
張
す
る
「
自
己
の
利
益
の
た
め
の
委

任
」
は
、
ロ
ー
マ
法
に
存
在
し
な
い
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
は
こ
の
関
係
を
授
権
と
捉
え
て
も
い
な

い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
隅
谷
君
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
が

delegatio

の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、「
指
図
人
か
ら
被
指
図
人
に
与

え
ら
れ
る
単
一
授
権
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
本
章
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
後
の
諸
学
説
の
検
討
に
移
行
し
、
こ

こ
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
も
は
や
旧
通
説
で
あ
っ
た
二
重
委
任
説
は

勢
い
を
失
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
同
君
は
そ
の
理
由
と
し
て
、「
委
任
（M

andat

）
概
念
が
よ
り

分
析
的
に
精
査
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
代
理
や
授
権

と
い
っ
た
概
念
が
、
独
立
の
法
概
念
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と

に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
分
析
す
る
。

　

４　

第
三
章
は
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
（A

nw
eisung

）

立
法
の
変
遷
」
と
題
す
る
章
で
あ
り
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
学

説
史
の
展
開
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
、
地
域
に
お
け
る
立
法
に
ど
の

よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
七
九
四

年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
が
立
法
さ
れ
た
当
時
は
、
学
説
上
、

A
nw

eisung

（assignatio

）
は
単
一
委
任
で
あ
る
と
の
理
解
が
有

力
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
指
図
人
が
受
取
人
に
与
え
る
単
一
委
任
で

あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
五
三
年
の
ヘ
ッ
セ
ン
草
案
、

一
八
六
一
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
草
案
、
一
八
六
三
年
の
ザ
ク
セ

ン
民
法
典
、
そ
し
て
一
八
六
六
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
で
は
、
か
つ

て
の
通
説
で
あ
っ
た
二
重
委
任
説
の
影
響
を
受
け
て
、

A
nw

eisung

の
法
的
性
質
を
二
重
の
委
任
と
捉
え
た
立
法
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
こ
れ
ま
で
の
委

任
（M

andat

）
概
念
が
よ
り
精
緻
に
分
析
さ
れ
始
め
て
い
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
立
法
に
お
い
て
も
、
一
定
程
度
、
委
任
か
ら
の
分
化
・
独

立
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
第
二
章
で
確
認
し
た
通
り
、
一
八
六
四
年

の
ザ
ル
ピ
ウ
ス
に
よ
る
著
作
を
起
点
と
す
る
一
連
の
学
説
の
展
開
に

よ
り
さ
ら
な
る
刺
激
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
部
分
草
案
は
ド
イ
ツ

民
法
典
立
法
の
討
議
資
料
と
し
て
第
一
に
作
成
さ
れ
た
草
案
で
あ
る
。

こ
こ
で
はA

nw
eisung

が
委
任
と
は
異
な
る
こ
と
が
条
文
の
な
か
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で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
隅
谷
君
は
こ
れ
を
「
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見

解
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
」
と
評
価
す
る
。
た
だ
し
、
部
分
草

案
で
は
現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
の
ご
と
く
「
授
権
す
る

（erm
ächtigen

）」
と
い
う
語
を
も
っ
て
、
指
図
人
の
被
指
図
人
お

よ
び
受
取
人
へ
の
二
重
授
権
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
指
図
人
と
被
指
図
人
お
よ
び
受
取
人
と
の
関
係
を
そ
れ

ぞ
れ
授
権
関
係
で
捉
え
る
文
言
は
、
第
一
草
案
か
ら
導
入
さ
れ
た
。

第
一
草
案
理
由
書
に
は
、A

nw
eisung

が
、
指
図
人
が
受
取
人
に

与
え
る
授
権
（Erm

ächtigung
）、
と
被
指
図
人
に
与
え
る
要
請

（A
ufforderung

）
か
ら
組
成
さ
れ
る
旨
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
。

隅
谷
君
は
、
こ
の
要
請
が
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
ら
が
主
張
す
る
、「
授
権

（iussum

）」
を
意
味
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

A
nw

eisung

の
法
的
性
質
が
二
重
の
授
権
で
あ
る
と
の
現
行
法
の

原
型
は
、
第
一
草
案
の
時
点
で
す
で
に
完
成
を
み
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
、
指
図
人
と
被
指
図
人
と
の
関
係
は
授
権
（iussum
）

を
、
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係
は
授
権
（Erm

ächtigung

）
を
、

そ
れ
ぞ
れ
基
礎
に
据
え
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

５　

第
一
部
の
最
終
章
で
あ
る
第
四
章
は
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

指
図
引
受
（A

nnahm
e der A

nw
eisung

）
の
受
容
」
と
題
す
る

章
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
典
七
八
四
条
に
は
指
図
引
受
が
規
定
さ
れ

て
お
り
、
指
図
引
受
に
よ
り
、
受
取
人
の
被
指
図
人
に
対
す
る
債
権

が
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
指
図
引
受
の

有
効
性
は
、
当
初
よ
り
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
通
法
学
の
な
か
で
徐
々
に
承
認
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
隅
谷
君
は
、
指
図
引
受
に
は
い
か
な
る
理
論
的

問
題
が
あ
り
、
学
説
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
超
克
し
た
の
か
と
い
う

問
題
提
起
か
ら
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
関
す
る
学
説
の
論
争
を
概

観
し
、
そ
の
受
容
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
君
は
、
本
問
題

が
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
以
前
と
以
後
と
で
ま
っ
た
く
異
な
る
視
点
で
捉
え

ら
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
お
り
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
前
に
は
、
指
図
引

受
の
有
効
性
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

　

ま
ず
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
前
に
は
、
被
指
図
人
と
受
取
人
と
の
関
係

で
は
債
務
関
係
を
基
礎
づ
け
る
何
ら
の
債
務
原
因
を
有
し
て
い
な
い

た
め
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
間
で
債
務
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
の
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
商

業
取
引
に
お
い
て
書
面
を
用
い
たA

nw
eisung

（assignatio

）
が

利
用
さ
れ
る
に
つ
れ
、
為
替
手
形
の
類
似
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
類
似
性
か
ら
指
図
引
受
の
有
効
性
を
も
認
め
る
見
解
が

登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
為
替
手
形
に
お
け
る
手
形
引

受
の
有
効
性
は
、
そ
の
当
時
す
で
に
手
形
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
と
類
推
し
う
る
限
り
で
商
業
取
引
に
お
け
る
書
面

的
指
図
引
受
の
有
効
性
を
承
認
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
隅
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谷
君
は
、
こ
の
時
期
に
は
、
指
図
引
受
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
に

は
、delegatio

と
の
関
係
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ

て
き
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
・
第
二
章
の
通
り
、

delegatio
は
更
改
の
一
種
と
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
世
紀

中
葉
の
ド
イ
ツ
普
通
法
学
は
更
改
と
の
峻
別
を
つ
け
始
め
て
お
り
、

更
改
の
存
否
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
て
い
たdelegatio

と

assignatio

の
区
別
が
問
い
直
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
た
と
え
ば
ジ
ン
テ
ニ
ス
は
、
指
図
人
が
被
指
図
人
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
意
図
で
委
任
を
与
え
た
の
か
に
よ
っ
て
両
者
を
区
別
し

て
お
り
、
指
図
人
が
被
指
図
人
に
債
務
負
担
を
さ
せ
る
目
的
で
委
任

を
与
え
て
い
た
場
合
に
はdelegatio
が
、
単
に
支
払
に
向
け
ら
れ

て
い
た
場
合
に
はassignatio

が
存
在
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
テ
ー

ル
は
、
商
業
取
引
に
用
い
ら
れ
る
書
面
的
なassignatio

で
な
い
限

り
は
、
指
図
引
受
の
有
効
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
両
者
の

区
別
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
状
況
の
中
で
、
先
述
し
た
ザ
ル
ピ
ウ
ス
が

delegatio

と
更
改
と
が
別
個
独
立
の
概
念
で
あ
る
こ
と
、

assignatio

がdelegatio

に
従
属
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
、delegatio

を
参
照
し
つ

つ
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
指

図
引
受
と
は
、（
原
因
関
係
の
）
消
滅
的
効
果
を
奪
わ
れ
た
、
ロ
ー

マ
の
指
図
問
答
契
約
（D

elegationsstipulation

）
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ザ
ル
ピ
ウ
ス
の
見
解
は
、
後
の
学
説
に
批

判
を
受
け
な
が
ら
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
隅
谷

君
は
、
ザ
ル
ピ
ウ
ス
以
後
、
指
図
引
受
の
有
効
性
に
関
す
る
議
論
が

新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
てassignatio

はdelegatio

に
淵
源
を
有
す
る
制
度
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
為
替
手

形
と
類
推
し
う
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
を
認
め
ら
れ
て
い
た

指
図
引
受
が
、
ロ
ー
マ
法
の
指
図
問
答
契
約
と
理
論
的
な
連
続
性
を

持
つ
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

６　

第
二
部
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
指
図
（délégation

）」

で
は
、
指
図
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
学
説
・
立
法
史
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
第
二
部
は
、
第
一
章
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
指
図

（délégation

）
の
歴
史
的
展
開
」
と
題
す
る
章
よ
り
始
ま
る
。
本

章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
るdélégation

の
沿
革
を
、
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
成
立
前
と
成
立
以
降
と
に
分
け
て
考
察
し
て
お
り
、
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
成
立
前
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
多
大
な

る
影
響
を
及
ぼ
し
た
ド
マ
お
よ
び
ポ
チ
エ
の
見
解
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
時
の
学
説
がdélégation

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
隅
谷
君
の
分
析
に
よ
る
と
、

両
者
の
見
解
は
、délégation

を
更
改
と
解
す
る
等
、
基
本
的
な
点
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で
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と
い
う
が
、
ド
マ
お
よ
び
ポ
チ
エ
が
、

多
か
れ
少
な
か
れdélégation

に
お
い
て
更
改
が
生
じ
な
い
可
能

性
に
つ
い
て
示
唆
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
ポ
チ
エ
は
更
改
が
生
じ
る

た
め
に
受
取
人
の
免
責
の
意
思
の
明
確
な
表
示
を
必
要
と
す
る
と
い

う
積
極
的
な
要
件
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
改
が
生
じ
な
い
場
合

を
よ
り
際
立
た
せ
る
主
張
を
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
ポ

チ
エ
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
き
、
隅
谷
君
は
、

一
九
世
紀
の
法
学
者
ゴ
ド
ゥ
メ
の
見
解
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う

に
結
論
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
ド
イ
ツ
に
お
い
て

assignatio

が
誕
生
し
た
の
と
同
時
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も

商
業
的
交
流
の
発
展
に
と
も
な
い
実
務
の
要
請
に
適
合
し
た

délégation

の
必
要
性
が
生
じ
、
支
払
が
な
さ
れ
る
ま
で
指
図
人
の

債
務
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
な
く
被
指
図
人
が
受
取
人
に
対
し
て
債
務

を
負
担
す
る
不
完
全
指
図
（delegatio im

perfecta

）
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、délégation

に
は
更
改

が
生
ず
る
も
の
と
生
じ
な
い
も
の
と
の
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
と

な
り
、
不
完
全
指
図
が
実
際
の
取
引
の
な
か
で
普
及
し
た
結
果
、
一

八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
は
、
受
取
人
に
よ
る
指
図
人
を
免
責
す

る
意
思
が
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
の
解
釈
に
つ
い
て
、
指
図
人
の
免

責
を
生
じ
るdélégation

が
存
在
す
る
と
解
す
べ
き
か
、
指
図
人

の
免
責
を
生
じ
な
いdélégation

が
存
在
す
る
と
解
す
べ
き
か
を

議
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
実
務
上
の
取

引
を
重
視
し
た
ポ
チ
エ
は
、
受
取
人
に
よ
っ
て
明
確
に
免
責
の
意
思

が
表
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
指
図
人
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
不

完
全
指
図
が
推
定
さ
れ
る
と
解
し
て
い
た
と
い
い
、
こ
れ
は
更
改
と

délégation

と
の
分
離
へ
の
重
大
な
一
歩
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
と

評
価
す
る
。

　

隅
谷
君
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
指
図
規
定
は
、
そ
の
多

く
を
上
記
の
ポ
チ
エ
の
見
解
に
依
拠
し
て
お
り
、
法
典
成
立
後
、
一

九
世
紀
の
註
釈
学
派
に
よ
っ
て
、
更
改
を
生
じ
るdélégation

に

は
「
完
全
指
図
（délégation parfaite

）」、
更
改
を
生
じ
な
い

délégation

に
は
「
不
完
全
指
図
（délégation im

parfaite

）」
と

い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
完
全
指
図
が

本
則
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
完
全
指
図
と
不
完
全
指
図
の
行
為
と

し
て
の
同
一
性
は
不
徹
底
な
ま
ま
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
第
一
部
で
確
認
し
た
通
り
、
ド
イ
ツ
法
に

お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
解
釈
が
展
開
し
、delegatio

と
更
改
と
の
峻

別
が
図
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
法
の
か
か
る
解
釈
の
展
開
は
フ
ラ
ン
ス
法

に
も
影
響
し
、
一
八
七
九
年
に
ジ
ッ
ド
がdelegatio

と
更
改
と
が

別
個
独
立
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
次
い
で
、
一
八
九
九
年
に
ユ

ベ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
の
理
解
を
フ
ラ
ン
ス
法
的
に
再
解

釈
し
た
。
す
な
わ
ち
ユ
ベ
ー
ル
は
、
完
全
指
図
がdélégation

の
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例
外
で
あ
り
、
不
完
全
指
図
こ
そ
が
本
則
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
打

ち
立
て
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
学
説
は
不
完
全
指
図
を
本

則
と
し
て
、
更
改
的
要
素
を
排
除
し
てdélégation

を
定
義
づ
け

て
お
り
、
そ
の
結
果
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
は
、délégation

が
更
改
の
節
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
更

改
と
切
り
離
し
て
、
更
改
が
生
じ
な
い
場
合
を
本
則
と
解
し
て
い
る

と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

７　

第
二
部
の
第
二
章
は
「
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
に
お

け
る
指
図
の
理
論
的
接
続
」
と
題
す
る
章
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
一
二
七
七
条
に
は
「
単
な
る
指
示
（sim

ple indication

）」
に

関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
法
学
説
は
、
単

な
る
指
示
をdélégation

と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
本

条
に
特
別
の
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、
隅
谷
君
は
、
本
条
が
、

ド
イ
ツ
法
に
お
け
るA

nw
eisung

の
基
礎
と
な
っ
たassignatio

を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
君
は
、
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
七
七
条
が
ポ
チ
エ
の
単
な
る
指
示
に
関
す
る
記

述
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
単
な
る
指
示
の
主
た

る
利
用
場
面
は
支
払
委
託
書
（rescription

）
な
る
証
書
を
用
い
た

取
引
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
さ
ら
に
、
ポ
チ
エ
の
記
述
に
よ

る
と
、
支
払
委
託
書
の
主
要
な
利
用
形
態
と
な
る
取
引
は

assignatio

と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
ポ
チ
エ
に
よ
れ
ば
、

assignatio

は
二
重
の
委
任
契
約
で
あ
り
、
一
方
で
は
支
払
委
託
書

を
介
し
て
指
示
者
と
被
指
示
者
と
の
間
で
、
他
方
で
は
指
示
者
と
彼

の
債
権
者
と
の
間
で
直
接
に
締
結
さ
れ
る
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
一
二
七
七
条
は
、
以
上
の
よ
う
な
ポ
チ
エ
の
見
解
を
も
と
に
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
君
は
、
一
二
七
七
条
お
よ
び
そ

の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
解
釈
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
三
点
で
ほ

ん
ら
い
の
ポ
チ
エ
の
意
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
七
七
条
は
一
項
と
二
項
と
に
分

か
れ
て
お
り
、「
債
務
者
の
指
示
（
支
払
の
指
示
）」
と
「
債
権
者
の

指
示
」
と
は
別
個
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
チ
エ

の
単
な
る
指
示
に
関
す
る
叙
述
は
、
弁
済
の
た
め
の
支
払
委
託
書
す

な
わ
ちassignatio

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
二
重

委
任
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
二
重
の
」
指
示
と

し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
に
、
ポ
チ
エ
は
、

支
払
委
託
書
を
用
い
た
単
な
る
指
示
が
貸
借
あ
る
い
は
贈
与
目
的
で

も
な
さ
れ
う
る
と
述
べ
て
お
り
、
ほ
ん
ら
い
当
事
者
間
の
既
存
の
債

権
債
務
関
係
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン

ス
民
法
典
一
二
七
七
条
の
当
事
者
は
「
債
権
者
」「
債
務
者
」
と

い
っ
た
形
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
現
在
、délégation

と
単
な
る
指
示
と
は
異
な
る
も

の
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
区
別
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
が
被
指
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図
人
（
被
指
示
者
）
の
受
取
人
に
対
す
る
債
務
負
担
の
有
無
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
、
隅
谷
君
に
よ
る
と
、
ポ
チ
エ
は
明
ら
か
に
単
な

る
指
示
の
後
、
被
指
示
者
の
債
務
負
担
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
指

摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
チ
エ
の
叙
述
に
よ
る
と
、「
指
示
さ
れ
た

債
務
者
が
支
払
委
託
書
に
署
名
し
、
債
権
者
に
支
払
う
よ
う
義
務
づ

け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
の
側
か
ら
見
れ

ば
、
指
図
引
受
に
相
当
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

８　

現
在
の
わ
が
国
の
私
法
学
上
、
指
図
規
定
は
置
か
れ
て
い
な

い
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
の
民
商
法
の
母
法

と
な
っ
た
独
仏
法
に
は
指
図
規
定
が
明
文
で
置
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ

母
法
に
規
定
を
有
す
る
指
図
が
わ
が
国
法
典
中
に
存
在
し
な
い
の
か
。

こ
の
疑
問
を
埋
め
る
の
が
、
第
二
部
最
後
の
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
指

図
論
」
と
題
す
る
第
三
章
で
あ
る
。
わ
が
国
も
旧
民
法
時
代
に
は
嘱

託
と
呼
ば
れ
る
指
図
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
本
章
で
隅
谷
君
は
、

指
図
規
定
が
い
か
な
る
背
景
で
ど
の
よ
う
な
形
で
わ
が
国
に
採
用
さ

れ
、
な
ぜ
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
を
解
明
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
はdélégation

を
モ
デ
ル
に
起
草
し
て

お
り
、
当
時
、délégation

が
伝
統
的
に
更
改
の
一
種
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
も
更
改
の
節
に
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
倣
い
、
嘱
託
も
更
改
の
節
に
規
定
し
た
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

に
よ
れ
ば
、
更
改
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
変
更

さ
れ
る
合
意
の
要
素
に
応
じ
て
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ

れ
ゆ
え
目
的
（objet

）、
原
因
（cause

）、
主
体
（
債
権
者
お
よ
び

債
務
者
）
の
変
更
と
い
う
四
種
類
の
更
改
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
嘱
託
に
関
係
す
る
の
は
主
体
の
変
更
に
関
す
る
二
種
類
で
あ

る
。

　

隅
谷
君
に
よ
る
と
、
債
務
者
の
交
替
す
る
更
改
に
つ
い
て
、
ボ
ア

ソ
ナ
ー
ド
は
さ
ら
に
四
種
類
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
旧
債
務
者
が
関
与
す
る
か
否
か
で
、
随
意
干
渉

（intervention spontanée

）
と
指
図
（délégation

）
と
に
分
け

ら
れ
、
さ
ら
に
、
旧
債
務
者
が
更
改
に
よ
っ
て
既
存
債
務
を
免
責
さ

れ
る
か
否
か
で
、
随
意
干
渉
は
除
約
（exprom

ission

）
と
補
約

（adprom
ission

）と
に
、指
図
は
完
全
指
図（délégation parfaite

）

と
不
完
全
指
図
（délégation im

parfaite

）
と
に
区
別
さ
れ
る
。

随
意
干
渉
と
は
、
旧
債
務
者
の
関
与
が
な
く
、
新
債
務
者
が
自
発
的

か
つ
旧
債
務
者
の
委
任
な
く
、
旧
債
務
者
の
代
わ
り
に
義
務
を
負
う

も
の
で
あ
り
、
反
対
に
指
図
と
は
、
旧
債
務
者
の
関
与
が
あ
る
も
の

を
い
う
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
旧
債
務
者
の
免
責
効
が
生
じ
る
も
の

を
除
約
ま
た
は
完
全
指
図
、
免
責
効
が
生
じ
な
い
も
の
を
補
約
ま
た

は
不
完
全
指
図
で
あ
る
と
い
う
。

　

隅
谷
君
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
がdélégation

の
性
質
は
指
図
人

の
被
指
図
人
に
対
す
る
委
任
（m

andat

）
で
あ
り
、
指
図
人
の
受
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取
人
に
対
す
る
関
係
も
委
任
の
性
質
を
有
す
る
と
い
う
説
明
は
非
常

に
珍
し
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
七
七
条
を
実
益
の
な
い
規
定
で

あ
る
と
し
て
旧
民
法
に
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
い
わ

ゆ
る
支
払
指
図
に
つ
い
て
の
民
事
法
的
基
盤
が
、
無
自
覚
に
わ
が
国

の
法
典
の
な
か
で
散
逸
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
債
権
者
の
交
替
す

る
更
改
に
つ
い
て
は
、
あ
る
債
務
者
が
自
己
の
債
務
者
を
自
己
の
債

権
者
に
指
図
す
る
場
合
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
随
意
干
渉
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　

明
治
二
九
年
の
新
民
法
の
誕
生
の
際
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
規
定
し

て
あ
っ
た
更
改
に
関
す
る
規
定
は
大
幅
に
削
除
さ
れ
、
旧
民
法
の
指

図
（
嘱
託
）
規
定
も
同
時
に
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

起
草
趣
旨
に
よ
る
と
、
必
ず
し
も
指
図
を
排
斥
す
る
趣
旨
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
嘱
託
お
よ
び
随
意
干
渉
と
い

う
語
を
用
い
ず
、
単
に
事
柄
だ
け
を
規
定
し
た
だ
け
で
あ
り
、
規
定

の
内
容
は
実
質
に
お
い
て
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
新
民
法
誕
生
以
後
も
現
行
民
法
第
五
一
四
条
に
つ
い
て
は
旧
民

法
と
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
隅
谷
君
は
、
現
行
民
法
五
一

四
条
が
旧
民
法
に
お
け
る
そ
れ
と
直
接
の
連
続
性
を
有
す
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

四
　
本
論
文
の
評
価

　

ま
ず
、
第
一
に
高
く
評
価
す
べ
き
は
、
本
論
文
の
方
法
論
が
、
フ

ラ
ン
ス
法
・
ド
イ
ツ
法
の
立
法
・
学
説
を
、
古
典
と
さ
れ
る
も
の
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
詳
細
に
わ
た
っ
て
広
く
渉
猟
し
、
こ
れ
で
も
か

と
い
う
ほ
ど
に
着
実
に
実
証
的
な
議
論
を
つ
み
か
さ
ね
る
と
い
う
本

格
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
・

ド
イ
ツ
両
法
に
ま
た
が
る
横
断
的
研
究
は
、
指
図
に
関
し
て
は
今
ま

で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
個
別
研
究
を
行
っ
て
き
た
若
干
の
他
の
先
行
研
究

と
比
較
し
て
み
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
い
ず
れ
か
一
国
に
つ

い
て
の
研
究
と
し
て
も
内
容
的
に
き
わ
め
て
充
実
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
上
、
本
論
文
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
両
国
に
お

け
る
指
図
の
展
開
の
相
互
関
連
性
が
見
事
に
分
析
さ
れ
る
等
、
非
常

に
独
創
性
の
高
い
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
制
度
の

沿
革
研
究
・
歴
史
研
究
と
し
て
の
本
論
文
の
価
値
を
高
め
る
要
因
と

も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
歴
史
的
分
析
を
基
礎

と
し
て
い
る
が
故
に
、
明
治
期
に
わ
が
国
に
い
か
に
し
て
展
開
さ
れ

て
き
た
か
の
分
析
に
さ
ら
な
る
重
み
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
的
な
文
献
を
読

み
解
く
卓
越
し
た
語
学
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
本
論
文
は
、
沿
革
研

究
・
歴
史
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
と
し
て
も
大
変
な
価
値
の
あ
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る
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
指

図
理
論
自
体
が
ほ
ぼ
未
開
拓
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
た
形
で

研
究
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
想
い
を
致
し
、
果

敢
に
も
指
図
制
度
お
よ
び
指
図
理
論
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
母

法
で
あ
る
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
ロ
ー
マ
法
に
ま
で
遡
り

検
討
を
加
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
指
図
理
論
は
、

従
来
、
法
典
上
に
典
拠
が
見
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

最
近
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
が
も
た
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
般

的
な
議
論
と
分
析
と
が
、
依
然
と
し
て
等
閑
な
ま
ま
と
さ
れ
て
い
た

状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
私
法
学
に
お
け
る
風
潮
に
対
し
、
本
論

文
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
・
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
指
図
理
論
の
生
成
過
程

の
解
明
を
試
み
、
そ
の
結
果
、
ロ
ー
マ
法
の
指
図
の
解
釈
に
際
し
二

つ
の
重
大
な
誤
謬
が
あ
っ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
法
の
指
図
と
委
任
と
の

関
係
や
二
重
授
権
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
過
程
、
フ
ラ

ン
ス
法
の
指
図
が
更
改
の
節
に
規
定
さ
れ
て
い
る
理
由
、
フ
ラ
ン

ス
・
ド
イ
ツ
の
指
図
理
論
の
関
係
等
に
つ
い
て
、
初
め
て
解
き
明
か

す
こ
と
に
成
功
し
、
さ
ら
に
は
、
指
図
理
論
の
わ
が
国
旧
民
法
へ
の

継
受
過
程
を
も
見
事
に
解
き
明
か
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、

指
図
理
論
の
学
術
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
指
図

理
論
一
般
に
関
す
る
先
駆
的
業
績
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
の
は
疑
い
な
い
。

　

本
論
文
の
第
三
の
意
義
は
、
本
論
文
が
目
指
し
て
き
た
指
図
理
論

の
歴
史
的
展
開
の
探
求
は
、
現
在
に
お
け
る
金
融
決
済
取
引
の
法
的

基
礎
の
確
立
に
大
な
る
貢
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
現
在
の
地
球
規
模
の
経
済
取
引
社
会
に
お
い
て
は
、
資
金
移
動

取
引
も
ま
す
ま
す
大
量
化
・
複
雑
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
取
引
に
関
す
る
法
的
基
礎
づ
け
は
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
実
務
だ
け
が
先
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
理
論
と
も
い
う
べ
き
指
図
理
論
は
、

従
来
よ
り
、
為
替
手
形
や
小
切
手
等
の
法
的
性
質
と
し
て
若
干
の
研

究
が
存
在
し
た
も
の
の
、
指
図
制
度
そ
れ
自
体
は
、
現
在
の
日
本
法

に
は
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
法
の
源
た
る

フ
ラ
ン
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
で
は
、
指
図
は
私
法
の
一
般
法
た
る
民
法

の
中
に
規
定
さ
れ
、
一
つ
の
確
固
た
る
制
度
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ

て
お
り
、
民
事
法
上
の
基
本
的
な
制
度
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
指
図
理
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
金
融
決
済
取
引
の
法
的
基
礎
と
も
考
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
ゆ
え
に
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
種
々
の
金
融
法
上
の

資
金
移
動
取
引
に
対
し
て
、
統
一
的
な
実
体
法
的
基
礎
を
与
え
る

ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
と
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
本
論
文
が
そ
の

学
問
的
基
礎
づ
け
を
な
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
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銀
行
を
介
し
た
支
払
決
済
な
ど
で
は
指
図
の
考
え
方
を
用
い
て
検
討

す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い
る
し
、
近
年
の
債
権
法

改
正
部
会
に
お
い
て
も
、
流
動
性
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
つ
い
て
指

図
を
立
法
化
す
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
る
等
、
指
図
理
論
の
解
明

が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
論
文
に
対
す
る
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
か
ら
の
若
干
の

要
望
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
本
研
究
が
、
指
図
制
度
・
指

図
理
論
の
沿
革
研
究
・
歴
史
研
究
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
当
時
の
社
会
制
度
や
金
融
制
度
の
状
況
等
の
紹
介
が
必
ず

し
も
十
分
で
は
な
く
、
指
図
に
関
わ
る
法
文
や
学
説
に
関
す
る
分
析

に
終
始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
法
律
学
の
論
文
と
し
て
、

あ
る
い
は
法
律
学
者
と
し
て
ど
こ
ま
で
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き

か
は
わ
れ
わ
れ
も
一
法
律
学
者
と
し
て
悩
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

法
制
度
が
社
会
制
度
・
経
済
制
度
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

の
当
時
の
社
会
制
度
・
経
済
制
度
を
た
ず
ね
る
こ
と
が
、
論
文
の
説

得
力
を
よ
り
増
す
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
と
り

わ
け
そ
れ
が
現
代
的
課
題
に
対
す
る
基
礎
理
論
と
し
て
応
用
で
き
る

か
否
か
が
将
来
的
な
研
究
の
展
開
で
あ
る
と
し
た
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
将
来
に
お
け
る
課
題
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ

れ
は
審
査
員
三
名
か
ら
の
過
大
な
要
求
・
個
人
的
な
要
望
と
も
考
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
が
そ
の
よ
う
な
過
大
な
要
求
に
対
し
、

今
現
在
答
え
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
本
論
文
の
価
値
が
い
さ
さ

か
も
減
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
隅
谷
君
が
本
論
文
で
明
ら
か
に

し
た
内
容
は
、
指
図
理
論
の
基
礎
研
究
と
し
て
極
め
て
周
到
か
つ
優

れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
指
図
研
究
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
研
究

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
民
商
法
の
両
学
界
に
対
す
る
学
問

的
貢
献
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
論
文
は
指
図

概
念
の
史
的
変
遷
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
隅
谷

君
の
研
究
そ
れ
自
体
は
、
将
来
的
に
は
金
融
機
関
を
介
し
た
種
々
の

資
金
移
動
取
引
に
つ
い
て
実
体
法
的
基
礎
を
与
え
う
る
極
め
て
射
程

の
広
い
研
究
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
が
、
全
国
銀
行

学
術
研
究
振
興
財
団
か
ら
の
出
版
助
成
に
合
格
し
た
の
も
そ
の
証
左

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
指
図
に
対
す
る
一
般
的
・

統
一
的
な
理
論
構
築
の
視
点
が
欠
け
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
隅

谷
君
の
沿
革
研
究
・
歴
史
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
に
お
け
る

現
代
的
指
図
理
論
構
築
の
た
め
、
学
界
全
体
に
と
っ
て
の
必
須
の
準

備
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
将
来
、
同
君
の
指
図
理
論
が

ど
こ
ま
で
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
か
、
楽
し
み
で
な
ら
な

い
。

　

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
は
、
隅
谷
史
人
君
が
提
出
し
た

本
論
文
が
博
士
（
法
学
、
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に



特 別 記 事

187

ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る

次
第
で
あ
る
。

平
成
二
八
年
二
月
二
五
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

宮
島　
　

司

　
　
　

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

山
本
爲
三
郎

法

学

研

究

科

委

員　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院　

高
田　

晴
仁

法

務

研

究

科

教

授　
　
　
　
　
　


